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近
代
化
を
支
え
た
土
木
官
僚

　

明
治
時
代
、
東
北
振
興
の
た
め
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
、
鳴
瀬
川
河
口
に
近
い
野の
び
る蒜
に
大
き
な

港
を
建
設
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

港
の
建
設
と
あ
わ
せ
て
、
北
上
川
や
阿
武
隈
川
と
接

続
す
る
運
河
の
整
備
、
そ
し
て
山
形
に
通
じ
る
峠
道

の
整
備
を
行
い
、
東
北
地
方
の
物
流
網
を
構
築
し
よ

う
と
い
う
壮
大
な
計
画
で
し
た
。

　

こ
の
計
画
に
官
僚
と
し
て
か
か
わ
っ
た
人
物
に
、

早
川
智と
も
ひ
ろ寛

が
い
ま
し
た
。
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年

に
九
州
小
倉
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
、
大
蔵
省
の
官
僚

と
な
っ
た
早
川
が
、
野
蒜
築
港
の
工
事
主
任
と
し
て

宮
城
県
に
来
た
の
は
、
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年

の
こ
と
で
し
た
。
一
時
期
、
三
重
県
に
転
任
と
な
っ

た
早
川
は
、
明
治
十
三
年
四
月
に
県
の
土
木
課
長
と

し
て
再
び
宮
城
県
の
地
を
踏
み
、
宮
城
県
の
近
代
化

に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

土
木
課
長
と
し
て
の
早
川
は
、
道
路
整
備
や
治
水

工
事
を
積
極
的
に
進
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
早
川

が
就
任
し
た
頃
に
年
間
六
万
円
前
後
で
あ
っ
た
県
直

轄
の
土
木
工
事
費
は
、
明
治
十
年
代
末
に
は
約
二
倍

に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
時
期
に
県
の
財
政
支
出
の

伸
び
は
二
割
程
度
で
し
た
か
ら
、
土
木
費
が
突
出
し

て
伸
び
た
の
は
明
ら
か
で
す
。

　

ま
た
、
徹
底
し
た
現
場
主
義
を
貫
い
た
早
川
は
、

県
内
各
地
を
踏
査
し
、
工
事
中
の
所
だ
け
で
な
く
、

将
来
的
に
道
路
開
削
や
港
湾
整
備
が
見
込
ま
れ
る
場

所
で
の
事
前
測
量
を
盛
ん
に
実
施
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
間
、
野
蒜
の
築
港
事
業
は
台
風
の
被
害
な
ど

に
よ
り
、
断
念
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、

県
内
各
所
で
着
手
さ
れ
た
土
木
事
業
は
早
川
の
手
腕

に
よ
っ
て
順
調
に
進
み
、
宮
城
県
内
の
近
代
化
は
順

調
に
推
移
し
た
の
で
す
。

実
業
家
と
し
て

　

明
治
十
九
年
、
早
川
は
突
然
に
職
を
辞
し
、
土
木

会
社
を
設
立
し
、
実
業
家
の
道
に
転
じ
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
会
社
で
は
経
営
方
針
を
め
ぐ
っ
て
内
紛

が
起
き
た
た
め
、
早
川
は
さ
っ
さ
と
見
切
り
を
つ
け

て
会
社
を
解
散
し
、
改
め
て
早
川
組
を
設
立
し
ま
す
。

鉄
道
工
事
を
主
た
る
業
務
と
し
た
早
川
組
は
、
東
北

地
方
や
、
北
海
道
な
ど
で
鉄
道
工
事
を
請
け
負
い
、

急
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
早
川
の
親
友
が
鉄
道
局
長
官
に
任
じ

ら
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
鉄
道
局
長

官
と
鉄
道
工
事
会
社
の
経
営
者
が
友
人
関
係
に
あ
る

と
い
う
事
態
を
心
配
し
た
早
川
は
、
明
治
二
十
六
年
、

思
い
切
っ
て
会
社
を
解
散
し
て
し
ま
い
ま
す
。
会
社

の
財
産
は
、
自
分
と
幹
部
職
員
、
社
員
で
三
分
し
、

自
分
は
蔵
王
山
麓
に
土
地
を
求
め
、
牧
場
の
経
営
に

転
じ
ま
す
。
こ
の
際
、
彼
が
得
た
財
産
が
多
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
数
年
後
、
早
川
の
行
を
徳

と
し
た
元
社
員
た
ち
が
、
銅
像
を
献
呈
し
た
こ
と
か

ら
も
、
は
っ
き
り
と
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ひ
げ
の
市
長

　

し
か
し
世
間
は
、
早
川
を
一
牧
場
主
に
は
と
ど
め
ま

せ
ん
で
し
た
。
明
治
三
十
六
年
、
早
川
は
仙
台
市
長
に

推
薦
さ
れ
、
以
後
四
年
間
、
そ
の
重
責
を
全
う
し
ま
す
。

当
時
の
市
政
は
低
迷
気
味
で
し
た
が
、
早
川
は
行
政
の

刷
新
を
目
指
す
と
共
に
、
教
育
や
産
業
振
興
政
策
を

重
視
し
、
あ
わ
せ
て
市
道
の
整
備
に
も
力
を
尽
く
し
ま

し
た
。

　

早
川
の
現
場
主
義
は
健
在
で
、
時
間
を
見
つ
け
て

は
人
力
車
に
乗
り
、
市
内
を
巡
回
し
て
廻
り
ま
し
た
。

白は
く
ぜ
ん髯

を
蓄
え
、
市
政
の
た
め
に
東
奔
西
走
す
る
市
長
を
、

市
民
も
「
ひ
げ
の
市
長
」
と
し
て
慕
っ
た
の
で
す
。
お

そ
ら
く
、
戦
前
の
仙
台
市
長
で
最
も
市
民
に
親
し
ま
れ

た
の
は
早
川
市
長
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
早
川
は
、
官
僚
、
実
業
家
、
政
治
家

と
し
て
大
き
な
業
績
を
残
し
ま
し
た
が
、
中
で
も
忘
れ

ら
れ
な
い
履
歴
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
は
、
仙
台
湾
岸
に
作
ら
れ
た
運
河
を
「
貞
山
運

河
」
と
名
づ
け
た
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
明
治
二
十
四
年
に
仙
台
商
業

会
議
所
（
仙
台
商
工
会
議
所
の
前
身
）
の
初
代
会
頭

に
就
任
し
た
こ
と
で
す
。
常
に
新
し
い
時
代
を
見
す
え
、

現
場
を
大
事
に
し
、
溌は
つ
ら
つ剌

と
し
た
精
神
で
産
業
振
興

を
志
し
た
早
川
は
、
近
代
化
の
中
で
経
済
界
を
支
え
る

役
割
を
担
う
商
業
会
議
所
の
基
盤
を
作
る
に
は
、
最

適
の
人
材
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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